
〈
特

集
「
和
辻

哲
郎

と
比
較
思

想
」
２
〉

和
辻
哲
郎
の
仏
教
理
解

は

じ
め
に

和
辻
は
あ
ら
た
め
て
述

べ
る
ま
で
も
な
く
、
現
代
の
仏
教
学
の
礎
を
つ

く
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
は
仏
教
研
究
を
専
門
と
し
た
の
で
は
な
い
が
、

近
代
の
並
み
い
る
仏
教
研
究
者
た
ち
と
比
し
て

も
、
圧
倒
的
な
影
響
を
与

え
続
け
た
。
そ
の
和
辻
の
仏
教
理
解
の
一
端
を
こ
こ
で
は
問
う
こ
と
に
し

た
い
。

だ
が
そ
も
そ
も
近
代
の
仏
教
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の

成
立
と
展
開
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
十
八
～
十
九
世

紀
の
西
洋
に
お
け
る
近
代
の
学
問
、
そ
し
て
思
想
と
緊
密
に
連
関
し
つ
つ

成
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
に
そ
の
文
献
学
と
し
て
の
成
立
に
つ
い

て
は
述

べ
な
い
が
、
和
辻
に
関
連
す
る
な
ら
、
仏
教
研
究
は
西
洋
近
代
の

思
想
的
問
い
に
対
応
し
つ
つ
、
イ
ン
ド
の
文
献
を
解
釈
す
る
こ
と
が
行
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
研
究
は
西

廣
　
澤
　
隆
　
之

洋
近
代
の
思
想
的
関
心
に
お
い
て
学
問
的
に
対
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
近
代
以
前
の
日
本
に
お
い
て
学
ぱ
れ
、
修
さ
れ
た
仏
道
と
同
一
の

も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
西
洋
近
代
の
思
想
的
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
た

仏
教
研
究
に
も
と

づ
く
「
仏
教
」
と
は
、
近
代
以
前
の
日
本
に
お
い
て
信

仰
さ
れ
て
い
た
宗
教
で
は
な
く
、西
洋
近
代
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
仏
教
」
が
、
あ
た
か
も
真
正
な
仏
教
で
あ
る
か
の

前
提
で
仏
教
理
解

が
近
代
の
日
本
で
も
進
行
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
集
約

的
な
表
現

が
和
辻
の
仏
教
理
解
に
認
め
ら
れ
る
。

し
か
も
仏
教
を
学
の
対
象
と
す
る
場
合
、
近
代
の
人
文
学
の
特
徴
と
し

て
歴
史
的
記
述
に
よ
る
新
し
い
知
見
か
ら
研
究
対
象
で
あ
る
仏
教
を
理
解

す
る
こ
と
が
基
本
的
態
度
と
な

る
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
理
解
に
お
い
て
画

期
的
で
も
あ
る
し
、
ま
た
伝
統
教
団
に
お
け

る
仏
教
理
解
と
は
決
定
的
に

異
な
る
。
伝
統
教
団
に
お
い
て
は
膨
大
な
仏
教
文
献
は
宗
団
の
教
理
学
に

も
と
づ
い
て
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
（
例
と
し
て
天
台
宗
に
典
型
的
な
教
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相
判
釈
）
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
歴
史
的
視
点
を
も
ち
え
な
い
。

む
し
ろ
歴
史
的
位
相
に
お
い
て
仏
教
を
理
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
歴
史
の

相
対
の
中
に
自
己
の
絶
対
的
価
値
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
自
ら
の

選

び
取

っ
た
宗
教
的
価
値
を
歴
史
の
相
対
化
、
あ
る
い
は
相
対
化
さ
れ
る

文
化
の
脈
絡
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
伝
統
教
団
に
お
い
て
は
あ
り
え

な
い
。
だ
が
、
近
代
仏
教
学
が
す
べ
て
の
文
献
を
歴
史
の
展
開
と
し
て
整

理
す
る
こ
と
で
、
伝
統
教
団
の
価
値
も
歴
史
的
相
対
化
の
波
を
蒙
る
。

と
こ
ろ
が
近
代
仏
教
学
の
先
頭
に
立
っ
た
研
究
者
の
多
く
は
特
定
の
伝

統
教
団

の
出
身
で
あ
り
、
彼
ら
は
従
来
の
伝
統
的
価
値
と
近
代
仏
教
学
が

も
た
ら
す
価
値
の
相
対
化
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
。
例
え
ば
真
宗
大
谷
派
出

身
の
村
上
専
精
は
文
献
史
学
的
に
認
め
ら
れ
る
大
乗
非
仏
説
論
と
大
乗
を

真
の
仏
説
と
み
な
す
価
値
的
判
断
と
の
間
隙
を
埋
め
る
こ
と
に
精
力
を
注

い
で
い
る
。

し
か
し
伝
統
教
団
か
ら
自
由
な
和
辻
の
場
合
、
近
代
仏
教
学
の
成
果
を

基
盤
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
伝
統
的
な
価
値
と
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
こ
と

が
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
的
視
点
に
立
っ
て
伝
統
教
団
の
非
近
代
性
を
告
発

す
る
こ
と
さ
え
で
き

る
位
置
を
確
保
す
る
。
そ
の
典
型
は
「
日
本
精
神
史

研
究
」
に
収
め
ら
れ
た
「
沙
門
道
元
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

伝
統
に
裏
づ
け
ら
れ
た
価
値
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
。
語
気
を
強
め
て
和

辻
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。
「
現
時
の
禅
宗
の
門
に
入
る
こ
と
は
か
え
っ

て
道
元

か
ら
遠

ざ
か
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
元
を
宗
祖
と
す
る

あ
る
宗
派
に
お
い
て
は
、
今
は
も
は
や
真
理
の
王
国
の
樹
立
を
唯
一
の
関

心
事
と
せ
ず
、
巨
大
な
る
堂
塔
の
建
立
と
管
長
な
る
も
の
の
選
挙
と
に
力

を
つ
く

し
て

い

る
の
だ

か

ら
で
あ

る
。
」
（
全

集
第

四
巻

、
一
五

八
頁

）

道

元

が

「
真
理

の
王

国

の
樹

立
」

を
目
指

し
て

い
た

か

を
詮

索

す

る
こ

と

は

さ
て

お

き
（

和
辻

が
「
真
理
」

あ

る

い
は

「
原

理

」
と

い
う
概

念
で

仏
教

の
理

想

あ

る

い
は
基
本
型

を
括

る

こ
と
に
哲

学
的

な
偏
向

を
仏
教

に

加

え
て

い
る
意

図

が
見

え

る
の
だ

が
）
、

彼

の
仏
教

理

解

の
基

本
に

は
真

理
探
究
と
歴
史
研
究
が
結
び
つ
き
、
そ
れ
ら
を
前
提
に
し
な
い
「
伝
統
」

な
る
も

の

へ
の
激

し

い
嫌
悪

感

が
見

ら
れ

る
。

こ
れ

は
「
沙
門

道
元

」

に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』

に

お
け

る
ア

ビ
ダ

ル

マ
仏
教

と

い
う
伝
統
的

教
理

学
に
対

す
る
批
判

に

も

見

ら
れ

る
。

そ

れ
で

は
宗

教

と
し

て

の
仏
教

を
見

る
基

本
的

態
度

は
彼

の
総
体

と

し

て

の
思
索

と

ど
の

よ
う

に
関
連

す

る
の
で
あ

ろ
う

か
。
同

じ
く

「
沙
門

道

元

」

に
そ

の
一

文

を
見

て
お

く
。

「
既
成
の
宗
教
を
す
べ
て
特
殊
な
形
と
見
、
そ
の
宗
教
の
内
に
歴
史
的

開
展

を
認

め

る
こ

と
は

、
畢
竟

宗
教

を
歴
史

的
に
取

り

扱
う

こ
と
で

あ

る
。

我

々
は

こ
の
態

度

の

ゆ
え

に

い
ず

れ
か
の

一
つ

の
宗
教

に
帰
依

す
る
こ

と

は
で

き

ぬ
。
」
（
全

集
第

四
巻

、
一

六
五

頁
）

と

い
う
。

な

ぜ
な

ら
個
々

の

既
成

の
宗

教

は

「
絶
対

の
真

理
」

が
歴
史

に
お

い
て
特

殊

な
形

と

し
て
現

れ
た

の
で

あ

る
か

ら
、

と
彼

は

い
う
。
こ

の
よ

う
に
し

て
、
彼

は
普

遍
的

に

し
て
絶

対

的
な

真
理

探
究

の
一
形

態
と

し
て
宗

教
、

そ

し
て
仏
教

を
見

る
視

点

を
確
保

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
こ

の
よ

う
な
彼

の
仏
教

理
解

の
視

点

は
仏
教
研

究

を

始

め
た

こ
ろ

か
ら
変
化

し
て

い
な

い
。

こ
の
よ

う

に

「
真
理

」

の
探
究

を
目

的

と
す

る
仏
教
研

究

は

す
で

に
和
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辻

以
前

か
ら

近
代

仏

教
学

に
内

在

し

て

い
た

（
例

え
ば
井

上
円

了

な

ど
）

が
、
和

辻

に
お

い
て

は
仏
教

が
明

確

に
哲
学

的

真
理

探
究

の
対
象

と

さ
れ

た
。
和

辻

に
お

い
て

仏
教

が

「
哲

学
者

の
宗

教

」
と

し
て
評

価

さ
れ

る
明

確

な
基
準

が
設

定

さ
れ

た
。

こ

の
こ

と

は
仏

教

（

と
り

わ
け

大
乗

仏

教
）

が
本
質

的

に
そ

な

え
る
非

合
理
的

な
要

素

（
Ｒ

・

オ
ッ
ト

ー

の

い
う
）

を

評

価

す

る
基
準

を
見
失

い
か
ね

な

い
こ
と

に

な
る
。

さ
ら
に
は

大
乗
仏

教

に
濃
厚

な

呪
術

的
要

素

は
徹
底
的

に

排
除

さ

れ
る
可

能
性

を

も

つ
。

し

か

も
和
辻

は
歴

史
的
文

脈

に

お

い
て

仏
教

を
把

握

す

る
こ
と

が
可

能

で

あ
る

と

い
う

立
場

に

徹
底

し

て

い

る
か

ら
、

絶
対

的

価
値

に
即

し

た
、

い
わ
ば
仏

教

の
神

学
（
仏

学

Ｂｕ
ｄ
ｄ
ｈｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｅ

と

で
も

い
う

べ
き
か
）
的

立

場

は
排

除

さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
和
辻
の
仏
教
理
解
の
立
場
を
念
頭
に
、
『
原
始
仏
教
の
実

践
哲
学
』
を
代
表
と
す
る
彼
の
著
作
に
即
し
て
考
察
を
し
て
み
た
い
。

一
　

仏
教
研

究
の
視
点

和
辻

の
仏
教
研
究
の
出
発
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

元
来
、
仏
教
哲
学
へ
の
眼
を
向
け
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
初
め
て
手

を
つ
け
た
日
本
の
思
想
史
の
研
究
に
際
し
て
、
日
本

の
す
ぐ
れ
た
思

想
家
を
理
解
す
る
た
め
に
は
仏
教
哲
学
の
理
解
が
前
提
と
な
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
せ

い
で
あ
っ
た
が
、
さ
て

接
近
し
て
み
て
驚
い
た
の
は
、
西
洋
の
哲
学
が
教
会

か
ら
の
独
立
に

よ
っ
て
近
世
の
顕
著
な
発
達
を
ひ
き
起
こ
し
、
同
時
に
ま
た
理
解
し

や

す

い
哲

学

史

の

成

立

を

可

能

に

し

て

い

る

の

に
反

し

て

、

仏

教

の

哲

学

が

ま

だ

教

会

か

ら

独

立

し

て

お

ら

ず

、

従

っ

て

信

仰

の

立

場

に

煩

わ

さ

れ

な

い
哲

学

史

も

ま

だ

成

立

し

て

お

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。
（
「
仏

教

哲

学

の

最

初

の

展

開

」

全

集

第

五

巻

、
三

〇

三

頁

）

こ

の

記

述

の
中

に

は

和

辻

の

仏

教

へ

の

関

心

の

持

ち

方

が

い
か

ん

な

く

表

さ

れ

て

い

る

と

思

う

。

彼

は

あ

く

ま

で

も

仏

教

に
哲

学

を

求

め
て

い

た

の

で

あ

る

。

し

か

も

そ

の

哲

学

の
範

が

「
教

会

か

ら

の

独

立

」

を

は

た

し

た

西

洋

の

近

世

以

降

の

哲

学

に

あ

る

。

し

か

も

近

代

の

仏

教

研

究

に

お

い

て

も

「

仏

教

の

哲

学

が
ま

だ

教

会

か

ら

独

立

し

て

」

い
な

い

こ

と

に

よ

っ

て

哲

学

と

し

て

不

充

分

で

あ

る
と

し

て

い

る

。

そ

れ

で

は

彼

が
念

頭

に

お

く
「
仏

教

の

哲

学

」
と

は

何

で

あ

ろ

う

か

。「

仏

教

哲

学

の

最

初

の

展

開

」

と

題

さ

れ

た

論

文

に

よ

れ

ば

、

そ

れ

は

ア

ピ

ダ

ル
マ
仏
教
と
「
那
先
比
丘
経
」
（
ミ
リ
ン
ダ
王
問
経
、
Ｍ
ｉ
ｌ
ｉ
ｎ
ｄ
ａ
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｈ
ａ
）

と

『
法

華

経

』

が
対

象

と

な

る
。

そ

し

て

ア

ピ

ダ

ル

マ
仏

教

は

「
仏

の

法

の

哲

学

」
、
『
那

先

比

丘

経

』

は

「

大

乗

経

典

に

至

る

仏

教

哲

学

の

展

開

」

と

理

解

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

和

辻

は

こ

れ

ら

の

み

を

仏

教

哲

学

の

中

核

と

な

る

対

象

と

し

て

い

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い
。

む

し

ろ

「
仏

教

倫

理

思

想

史

」

に

お

い
て

明

白

に

和

辻

の

意

図

を

読

み

と

る

こ

と

が
で

き

る
。

「
仏

教

倫

理

思

想

史

」

は

全

集

の

第

十

九

巻

に

収

め

ら

れ

て

い

る

が

、

実

は

、

公

刊

さ

れ

た

著

作

で

は

な

い

。

巻

末

の

中

村

元

の

解

説

に

よ

れ

ば

大

正

十

四
・
十

五

年

の
京

都

大

学

に

お

け

る
講

義

ノ

ー

ト

で

あ

る
。

そ

れ

を

中

村

元

が

校

閲

の

う

え

刊

行

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

が
和

辻

の

担

当

科

目

で

あ

る

倫

理

学

の
講

義

で

あ

る

こ

と

も

興

味

深

い

。

常

識

的

に

理

解
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さ
れ
る
倫
理
学
の
型
か
ら
は
大

い
に
逸
脱
し
、
仏
教
学
の
領
域
に
深
く
入

り
込
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
倫
理
学
の
学
生

に
示
す
た
め
な
の
か
、

西
洋
哲
学
、
キ
リ

ス
ト
教
学
を
常
に
対
照
し
、
し
か
も
哲
学
用
語
で
仏
教

概
念
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
後
の
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
、

「
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展
開
」
に

も
継
承
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
の
ノ
ー
ト

は
そ
れ
ら
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。

こ
の

「
仏
教
倫
理
思
想
史
」
に
よ
れ
ば
彼

の
関
心
は
初
期
仏
教
、
ア

ビ

ダ
ル
マ
仏
教
、
そ
し
て
大
乗
仏
教
に
大
別
で
き
る
。
そ
し
て
大
乗
仏
教
で

は
『
法
華
経
』
、
龍
樹
の
思
想
そ
し
て
唯
識
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
大
乗

仏
教
に
関
し
て
は
『
法
華
経
』
の
み
「
文
学
的
特
質
」
を
問
題
と
し
、
後

の
二

つ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
竜
樹
の
哲
学
」
と
「
唯
識
哲
学
」
で
あ
る
。
し
か

も
『
法
華
経
』
の
「
文
学
的
特
質
」
を
探
究
す
る
こ
と
も
哲
学
に
通
じ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展
開
」
に
お

い
て
プ
ラ
ト
ン

の
対
話
編
が
も
つ
「
文
学
的
特
質
」
と
対
比
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

を
和
辻
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

さ
て
そ
の
哲
学
史
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
、

ギ
リ

シ
ア
の
哲
学
が

あ
の
戯
曲
的
に
優
れ
た
対
話
の
中
か
ら
流
れ
出
て
く

る
よ
う
に
、
大

乗
仏
教
の
哲
学

が
あ
の
巨
大
な
交
響
楽
の
よ
う
な
法
華
経
か
ら
流
れ

出
て
く
る
の
を
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
（
全
集
、

四
八
九
頁

）

仏
教
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
大
乗
仏
教

の
哲
学
」
の
源
流

が
『
法

華
経
』
に
あ
る
か
の
よ
う
な
和
辻
の
断
定
に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
と

い
う
の
も
、
後
に
述

べ
る
よ
う
に
和
辻
の
最
大
の
関
心
事
は
龍
樹
の
思
想

に
空

の

弁
証
法

を
見
出

し
、

そ
の
視

点
か

ら
仏
教

史

を
哲
学

史
と

し
て
再

構

築

し
、

そ

の

う
え

で
日

本
思

想
史

（
精

神

史
）
、
倫

理

思
想
史

を
確

定

す

る
こ

と
で

あ

る
。

そ
の
方

向
を
位
置

づ
け
る

た
め

に
、
龍
樹

に
最
大

の

焦
点

が
当

て

ら

れ
、

そ
の
歴

史
的
展
開

を
立

証

す

る
た
め
に

初
期
仏

教
と

そ

れ
を

逸
脱

し
た

伝
統

を
形

成
し
た

ア

ビ
ダ
ル

マ
研
究

に
精
力

を
注

い
で

い
る

の

で

あ

る
。

そ

し

て
龍
樹

の
空

思

想

を

承

け
て

世

界
生

成

の
有

的

ｏ
ｎ
ｔｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｃ
ｈ

な
展

開

の
哲

学

が
唯
識

思

想

に

よ

っ
て

構

築

さ
れ

た
と

見

た

い
の

で
あ

る
。

そ
う

で
あ

る
な

ら
龍
樹

と

唯
識

が
と
も

に
空
性

思
想

を
展
開

し
て

い
る

と

い
う
文

献
的

確

認
を

す
れ

ば
、
そ

の
淵

源

を

「
法

華

経
」

に
求
め

る
の

で
は

な

く
、
般

若
経

に
求

め

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

龍
樹

と
般
若

経
の
関

係

を
文

献
的

に
確

定

す
る

こ
と

に
は
困
難

が
あ

る

が
、
初

期
唯
識

思
想

（
特

に

『
瑜
伽

師
地

論
』

菩
薩

地
）

は
明
瞭

に
般

若
経

と
ア

ピ
ダ

ル
マ

の
理

論

体
系

に
根

拠

づ
け

ら
れ

て

い
る
。
も

ち
ろ

ん
和
辻

に
は
般

若
経

へ
の
配

慮

も

あ

る

が
、
『
法

華

経
』

に
大

乗

仏
教

の
哲

学

の
源

流

を
求

め

る
の

は
妥

当
で

は

な

い
。

そ

れ

で
は

な

ぜ
和

辻

に
と

っ
て

『
法

華
経

』

へ
と
関

心

が
向

い
た

の
で

あ

ろ
う

か
。

こ
れ

は
推
測

に

す
ぎ
な

い

が
、

和
辻

が
哲

学
の

「
真
理
」

を

求

め
る
場

合
に

初

期
仏
教

と

ア
ピ
ダ

ル
マ
仏

教
は

そ

の
論
理
性

を
抽
出

す

る

の
に
そ

れ

ほ
ど

の
抵
抗

も

な
か

っ
た

か

も
し

れ
な

い
。
し

か
し
日
本

精

神
史

を
構

築
す

る

た
め

に
必
要

で
あ

る
と
自

覚

さ
れ
て

い
た
大

乗
仏
教

を

対

象

に

す
る
場

合

、
あ
ま

り

に
論

理
性

を
も

た

な

い
か

に
思

え
る
大
乗

仏

教

経

典

を
哲

学

的

に
理

解

し
て

お
か

ね
ば

な

ら

な
か

っ
た

の
で

あ

ろ
う
。



そ
れ
ゆ
え
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
の
経
典
の
意
義
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
し
て
哲
学
的
思
惟
を
超
え
た
経
典

の
叙
述
を
文
学
作
品
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
イ
デ
ー
あ
る
い
は
ロ
ゴ
ス
を
引

き
出
し

て
哲
学
の
射
程
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
伝
統
教
学
を
嫌
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
台
大
師
智
頭

が
『
法
華
経
』
を
迹
門
と
本
門
に
二
分
化
す
る
経
典
解
釈
を
基
盤
に
し
、

ロ
ゴ
ス
（
い
わ
ば
本
門
）
が
肉
化
し
た
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
と
し
て
の
釈
尊
（
迹

門
）
を
受
け
と
め
る
文
学
作
品
と
し
て
『
法
華
経
』
を
解
釈
す
る
の
で
あ

る
。
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
や
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
が
文
学
的
叙
述
に
よ
っ
て
描

き
出
そ
う
と
し
て
い
る
イ
デ
ー
あ
る
い
は
ロ
ゴ
ス
を
『
法
華
経
』
に
お
い

て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
牽
強
付
会

と
も
思
え
る
仏
教
理
解
の
視
点
を
断
定
的
に
固

定
す
る
と
こ
ろ
に
和
辻
の
仏
教
理
解
の
特
徴

が
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
思
想

に
ロ
ゴ
ス
の
具
現
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
る
（
「
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展

開
」
全
集
第
五
巻
、
五
五
一
頁
）
和
辻
の
立
場
は
明
ら
か
に
大
乗
を
ア
ビ

ダ
ル
マ
仏
教
よ
り
も
哲
学
的
に
高
く
評
価
し
た
い
と
い
う
論
理
以
前
の
衝

動
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
彼
は
龍
樹
さ
え
、
『
法
華
経
』
的

な

ロ
ゴ
ス
の
展
開
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
記
述
と
み
な
す
の
で
あ
る
（
同
前
）
。

歴
史
的
に
思
想
を
確
定
す
る
は
ず
の
和
辻
に
と
っ
て
、
実
は
大
乗
を
、
と

り
わ
け
龍
樹
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
た

め
の
仏
教
思
想
史
を
準
備
す
る
と

い
う
偏
向
が
そ
の
歴
史
研
究
の
出
発
点
に
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

彼
の
見
よ
う
と
す
る
仏
教
思
想
史
は
、
原
始
仏
教
が
提
示
し
た
無
我
・

縁
起
の
思
想
を
哲
学
的
に
継
承
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
龍
樹
に
認

め
、
そ

の
龍
樹
の
批
判
の
根
本

に
あ
る
ア

ビ
ダ
ル
マ
仏
教
（
特
に
説
一
切
有
部
）

に
お
け
る
「
法
」
の
概
念
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
法
」
の
概
念
を

め
ぐ
っ
て
は
初
期
仏
教
に
説
か
れ
た
「
法
の
自
性
」
を
考
察
し
た
ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教
、
そ
れ
を
批
判
し
「
無
自
性
皆
空
」
を
主
張
す
る
龍
樹
の
思
想
、

さ
ら
に
は
空
に
根
拠

づ
け
ら
れ
た
現
象
世
界
の
成
立
を
論
理
化
す
る
「
諸

法
縁
起
」
を
説
い
た
唯
識
思
想

が
仏
教
思
想
史
、
和
辻
が
い
う
仏
教
哲
学

史
の
基
本

と
な
る
。
彼
は
い
う
。

法
の
自
性
の
問
題
よ
り
無
自
性
皆
空
の
問
題
を
経
て
諸
法
縁
起
の

問
題
に
至
る
ま
で
仏
教
哲
学
の
展
開
は
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
法
の

概
念
に
も
と
づ
き
、
こ
の
法
の
究
極
の
根
柢
を
求
め
る
迎
動
と
し
て

行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
仏
教
哲

学
の
歴
史
的
発
展
を
如
実
に
つ
か
み
得

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
「
人
格
と
人
類
性
」
全
集
九
巻
、
四
七
九
頁
）

こ
こ
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
和
辻
に
と
っ
て
は
原
始
仏
教
で
説
か
れ

た
「
法
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
―
龍
樹
―
唯
識
の
思
想
史
を

位
置
づ
け
る
こ
と
が
基
本
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
仏
教
研
究
の
初
期

段
階
か
ら
終
始
一
貫
し
て
い
る
。

そ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
無
我
＝
空
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
論
理
的
説
明
と
し
て
の
縁
起
で
あ
る
。
こ
の
問
題
へ
の
深
い
関
心
は
、

和
辻
に
と
っ
て
は
西
洋
哲
学
に
対
峙
す
る
哲
学
が
要
請
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
西
洋
哲
学
に
対
峙
す
る
と
い
う
姿
勢
で
は
、
西
田
幾
多
郎
に

似
て
い
る
。
た
だ
し
仏
教
へ
の
接
近
は
西
田
と
和
辻
で
は
決
定
的
に
異
な

る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
述

べ
る
こ
と
は
控
え
て
お
く
。
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さ

て
西

洋
哲

学

と
対
峙

す

る
和

辻

に

と
っ
て

の
最

大

の
関
心

事

は
倫
理

学

の
成

立

の
問
題

で

あ

っ
た
。

そ
し

て
倫
理

を
担

う

べ
き

「
人

間
」

と

い

う
概

念

を
検

証

す

る
。

そ
こ

か

ら
新

た

な

「
人
間

」

観

念

を
導

き
出

し

、

倫

理

の

主
体

を
西

洋

哲
学

に
対

峙

す

る
形

で

提
示

す

る
。

そ

の
場

合

に

、

日

本
思

想

に
特
有

な
「
人
間

」
と

い
う
行

為

連
関

の
成

立

す
る
「
世

間
」「
世

の
中

」
に
着
目

す
る
。

そ

し
て
日
本

思

想

を
規
定

す

る
（

と
想
定

さ

れ
た
）

仏
教

が
西

洋

哲
学

に
対

峙

す
る
形

で
和

辻
に

要
請

さ
れ
て

い
る
。

彼

に

と

っ
て
西

洋
哲

学
に
対

峙

す

る
た
め

に

は
明

確
な
論

理
構

築

が
さ

れ
て

い
る
イ

ン
ド
仏
教

か
ら

の
援
用

が
最

も
好

都

合
で

あ

っ
た
。
そ

れ
は
、

例
え

ば
彼

の
倫

理

学

の
基

本
で

あ

る

「
人

間
」

観

を
支

え

る
「
世

間
」

に

つ
い
て
も
明
白
で
あ
る
。
彼
は
「
世
間
l
o
k
a
」
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
説

く
仏

教

の
論

理

を

も

っ
て
、
「
不

断

の
自

己
否

定

と

、

そ

の
自
己

否

定

を

さ
ら

に
否

定

し
得

る
可

能

性
と

、及

び
そ

の
可

能

性

の
隠

覆
的

性
格
」（
「
人

間

の
学

と
し
て

の
倫

理
学

」
全
集

第

九
巻

、
二

二
頁

）

に
着
目

し
、

そ

こ

に
見

ら

れ
る
行

為
的

連
関

の
場

で
あ

る

「
間

」

に

お
け

る
倫
理

主
体

を
探

り
、
西

洋

哲
学

と
対

峙
す

る
論
理

を
獲

得

す

る
。

こ

の
よ

う
な

倫
理

学
的
関

心

を
精
密

に

仏
教

哲
学

史

と
し
て

構
築

す

る

た
め
に
原
始
仏
教
―
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
―
龍
樹
の
思
想
―
唯
識
思
想
の
歴

史

的
展

開

が
問

わ
れ

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。

そ
し

て

そ
の
中
核

と

な
る

の

が
先

に
述

べ
た

「
法

」

の
概
念

で
あ

る
。

そ

し
て

「
法
」

が
論

理
的

関

係

に

お

い
て

存

在
す

る
も

の
と
し

て
現

象
す

る
縁

起

に
つ

い
て

の
解
釈

が

根
本

問

題
と

し

て
提
示

さ

れ
る
。

こ
の

よ
う

な
和

辻

の
仏
教

理
解

が
、

前

も

っ
て

龍
樹

に
焦

点

が
当

て

ら

れ
た

も
の

と

い
え

よ

う
。

と

い
う

の

も
、

和
辻
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
「
法
」
の
理
論
体
系
を
解
釈
す
る
合
間
に
、

し

ば
し

ば
龍
樹

を
引

き

合

い
に
出

し

て

い
る
こ

と
で

も
推

測

が
つ

く
。
し

か

も
彼

は

「
竜
樹

の
哲

学
の
核
心

」

は
と

り
も

な
お

さ
ず
原
始

仏
教
以

来

の

「
縁

起

説

の

核
心

」

で

あ

る

と
断

定

し

て

い

る
（
「
人

格

と

人

類
性

」

全
集

第

九

巻
、

四
七

二
頁

）
。

こ

の
よ

う

な
縁

起
説

を
原

始

仏
教
以

来

の

根

本

思
想

と
み

な
し

、
龍
樹

に

そ
の
論

理

を
読

み

解
く
解

釈
は

今
日

で

も

支

配

的
で

あ

る

が
、

は
た

し
て
妥
当

な
の
で

あ
ろ

う
か
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

「
法
」

の
概

念
を
検

討

す

る
き
っ

か
け
の
一

つ

は
木

村
泰
賢
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
理
解
に
あ
っ
た
。
木
村
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
（
説

一

切
有

部
）

の

「
法
」

の
観
念

を

「
素
朴

実
在
論

」

と
理
解

し
た

こ
と

へ

の
批

判

は
徹

底
的

で
あ

る
。
公

刊

さ
れ
な

か

っ
た
和
辻

の
メ

モ
に
よ

れ
ば

木

村

の
仏

教

理

解

は

「
西

洋

と

結

び

つ
け

る
、

思

惟
（
Ｄ
ｅ
ｎ
ｋｅ
ｎ
）

と

い

う

に
価

せ

ず
。

仏
教

哲

学

の
俗
化

」
（
全

集
第

十

九
巻

、
三

八
五
頁

、

傍

点
和

辻
）
と
断

罪

さ
れ
て

い
る
。
こ

の
よ

う
な
木
村

へ
の
飽

く
こ
と

な
き
、

そ

し
て
侮

蔑
的

な
言

辞

を
も

っ
て
批
判

す

る
態
度

は
終
始

一
貫

し
て

い
る

（
参
考

「
木

村

泰
賢

氏
の
批

評

に
答

う
」
全
集

第
五

巻
所

収
）
。

和

辻

の
木
村

へ

の
批

判

は
仏
教

に

お
け

る
根
本

問
題
で

あ

る
「
法
」

の

理
解

に

あ

っ
た

。
和
辻

は
早

い
時

期
よ

り

「
法
」

は
ｏ
ｎ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
に
理

解

す

べ
き

で

あ

る
と

確
信

し

て

い
た
（

全
集

第

十
九

巻

、
三
八

八
頁

）
。

あ

る

意

味

で

は
、
「
原

始
仏

教

の
実

践
哲

学
」

に

し

ろ

「
仏
教

哲
学

の
最

初

の

展

開
」

に

し
ろ

、
問
題

の
中

核

は
こ

の
「
法

」
の
概

念
を
明

確
に

す

る
こ

と
で

あ
っ
た

と

さ
え

い
え

る
。

こ

の
「
法

」

の
概
念

を
体
系

的

に
論
理

化

し
、
法
体

恒
有

を
主
張

し

た



説

一

切

有

部

の

ア

ピ

ダ

ル

マ
に

即

し

て

、

彼

は

そ

こ

で

説

か

れ

る

「
法

」

を

時

間

的

に

現

象

と

し

て

あ

る

も

の

と

明

確

に

区

別

し

、
「

法

」

は

ｏ
ｎ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ

で

あ

り

、
「
Ｍ
ａ
ｔｅ
ｒｉ
ａ
ｌ
を

生

み

出

す

Ｆ
ｏ
ｒ
m

な

り

」
（

全

集

第

十

九

巻

、

三

八

八

頁

）

と

理

解

す

る

。

そ

し

て

注

目

す

べ

き

は

こ

の

Ｍ
ａ
ｔｅ
ｒｉ
ａ
ｌ
を

Ｓ
ｅ
ｉｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ

と

理

解

し

て

い

た
（

全

集

第

十

九

巻

、
三

八

七

頁

、

中

村

元

の

校

閲

に

よ

る

と

Ｓ
ｅ
ｉｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ

で

は

な

く

Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ

と

な

っ

て

い

る

が

、

誤

記

の

理

由

は

不

明

）
。

早

い
時

期

に

こ

の

よ

う

に

ノ

ー

ト

に

書

き

留

め

て

い

た

「
法

」

の

理

解

は

『
原

始

仏

教

の

実

践

哲

学

』

な

ど

で

次

第

に

明

確

に

仏

教

学

的

基

礎

づ

け

が

な

さ

れ

る

。

そ

し

て

「
法

」

を

「
か

た

」

と

理

解

す

る

独

自

の

理

論

づ

け

が

な

さ

れ

る
。

例

え

ば

『
原

始

仏

教

の

実

践

哲

学

』

で

は

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。

後
に
法
が
広
く
「
も
の
」
（
n
n
i
s
a
t
t
）
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
と

し

て

も

、

過

ぎ

行

く

も

の

そ

れ

自

身

が

法

な

の

で

は

な

く

し

て

、

過

ぎ

行

く

も

の

が

そ

の

も

の

と

し

て

あ

ら

し

め

ら

れ

る

「

か

た

」

と

し

て

の

も

の

が
法

な

の

で

あ

る

。

言

い
か

え

れ

ば

過

ぎ

行

く

も

の

は

過

ぎ

行

く

こ

と

を

法

と

し

て

初

め

て

過

ぎ

行

く

も

の

で

あ

り

得

る

。「

も

の

」

に

内

在

す

る

「

こ

と

」

が
法

と

し

て

の

「

も

の

」

で

あ

る

。

か

か

る
意

味

に

お

い

て

法

は

あ

く

ま

で

も

こ

の

法

に

よ

っ

て

存

在

す

る

も

の

と

は

区

別

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

。
（

全

集

第

五

巻

、

一

一

五

頁

）

こ
の
解
釈
の
も
と
に
は
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
お
け
る
世
親
の
定
義

と

そ

の

中

国

に

お

け

る

伝

統

教

学

が

基

礎

に

な

っ

て

い

る

よ

う

に

和

辻

は

説

明

す

る
。

し

か

し

お

そ

ら

く

和

辻

は

自

ら

が

哲

学

的

に

解

釈

す

る
「
法

」

の

概

念

が

ア

ビ

ダ

ル

マ

の

そ

れ

と

近

似

し

て

い

た

に

す

ぎ

な

い

の

で

は

な

か
ろ
う
か
。
少
し
く
詳
細
に
論
じ
れ
ば
、
世
親
は
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

に
お
い
て
「
自
相
を
保
持
す
る
か
ら
法
で
あ
る
’
s
v
a
l
a
k
s
a
n
a
d
h
a
r
a
n
a
t

d
h
a
r
n
m
a
h
」
と
す
る
が
、
そ
の
前
半
の
合
成
語
を
玄
奘
は
「
任
持
自
性
」

と
漢
訳
し
た
。
彼
は
こ
こ
で
s
v
a
l
a
k
s
a
n
a
を
「
自
性
」
と
漢
訳
し
て
い

る

こ

と

を

承

知

の

う

え

で

、

普

光

の

注

釈

も

参

照

し

つ

つ

、

あ

え

て

「

自

相

」

を

「

自

性

」

と

読

み

替

え

る

こ

と

に

同

意

し

（

「

人

格

と

人

類

性

」

全

集

第

九

巻

、

四

六

二

頁

、

四

六

七

頁

）
、

そ

れ

を

ヘ

ー

ゲ

ル

に

倣

っ

て

Ａ

ｎ
ｓ

ｉｃ

ｈ
ｓ
ｅ

ｉｎ

と

理

解

す

る

（

「

原

始

仏

教

の

実

践

哲

学

」

全

集

第

五

巻

、

一

一

四

頁

）
。

こ

の

理

解

は

先

ほ

ど

述

べ

た

よ

う

に

龍

樹

に

お

け

る

無

自

性

空

と

し

て

の

「

法

」

の

理

解

に

近

づ

け

る

意

図

が

あ

る

よ

う

に

思

え

る

。

ま
た
彼
は
明
ら
か
に
存
在
S
e
i
n
と
存
在
者
Ｓ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
の
関
係
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
と
思
え
る
。
し
か
し
彼
は
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
ハ

イ

デ

ガ

ー

に

言

及

す

る

こ

と

は

な

い

。

む

し

ろ

前

面

に

出

す

の

は

プ

ラ

ト

ン

の

イ

デ

ア

論

で

あ

る

。

和

辻

が

プ

ラ

ト

ン

哲

学

と

の

対

比

に

お

い

て

「

法

」

の

概

念

を

検

討

す

る

き

っ

か

け

に

な

っ

た

の

は

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

グ

の

著

作

（

Ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｐ
ｒ
ｏ

ｂ
ｌｅ
ｍ

ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ
ｈ

ｉｓ

ｔ
ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｅ

）

に

刺

激

さ

れ

て

の

こ

と

で

あ

る

。

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

グ

は

プ

ラ

ト

ン

の

イ

デ

ア

論

に

比

し

て

「

法

」

の

解

釈

を

し

、

そ

の

「

法

」

の

理

論

は

ｏ

ｎ

ｔ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉ
ｅ

で

あ

る

と

す

る

。

こ

の

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

グ

の

理

論

に

お

け

る

正

当

性

を

評

価

し

つ

つ

も

、

和

辻

は

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

グ

に

お

け

る

形

而

上

学

的

、

あ

る

い

は

超

越

的

真

実

と

し

て

「

法

」

を

解

釈

す

る

態

度

を

批

判

す

る

。

そ

の

根

拠

は

「

法

」

が

存

在

者

を

規

定

す

る

超

越

的

真

実

在

で

あ

る

と

す

る

と

、

龍

樹

の

い

う

和 汢哲郎の仏教理解27



法

＝
無

自
性

空
に

お

い
て
存
在

者

が
維

持

さ
れ

る
基
本

が
導

き
出

せ
な

い

か

ら
で

あ

る
。

和

辻

は

『
原

始
仏

教

の
実
践

哲
学

』

に
お

い
て

も
し

ば
し

ば
プ
ラ

ト

ン

を
念

頭

に
お

い
て
仏

教
を

理
解

す

る
傾
向

が
あ

る
。
例

え
ば
説

一
切

有
部

の
理

論

の
法
体

系

か
ら
導

き
出

さ
れ

る

「
法
」

の
概

念

に

ロ
ー

ゼ
ン

ベ
ル

グ
と
同

様

に
ｅ
ｉｄｏ
ｓ

に
近
似

し
た

観
念

を
認

め
る
。

そ
し

て
自
性

の
「
性
」

を

「
相
」

と
巧
妙

に
変

換

す
る
理

論

を

『
阿
毘

達
磨

倶
舍

論
』

に

つ

い
て

の
普

光

の
注

釈

か
ら
援

用

し
、
「
相
」

を
ｅ
ｉｄ
ｏ
ｓ

と
み

な
す
。

こ
の
ｅ
ｉｄｏ
ｓ

が
超
越

的

な
実
在

で
あ

る
か

、

そ
れ

と
も
瞑

想

に
お

い
て
内

観

す
る

も
の

で

あ

る
か

と

い
う
区

分

を
使

い
、
西

洋

哲
学

的

な
超
越

者

の
観
念

を
排

除

す

る
。

し
か

し
そ

れ
は
時

間
的

変

容
の
中

で

現
象

す

る
も

の
の
存

在
根

拠

と

し

て
ｏ
ｎ
ｔｉｓｃ
ｈ
な

の
で

あ

る
。

そ
れ

ゆ

え

「
法
」

を
素

朴

実
在

論

的

に

と

ら
え

る
木
村

泰
賢

が
根

本
に

お

い
て
仏

教

を
理
解

し

て

い
な

い
こ
と

に

な

る
。

こ
の

よ
う

な
木

村

へ
の
批

判

を
軸

と

し
て

、
存
在

を
問

う
哲

学

に

お

い
て

「
法
」

の
概

念

が
検
証

さ

れ
る
。

そ

れ

が
和

辻

の
終
始

一
貫

し

た

仏
教

へ
の
接
近

の
態

度
で

あ

っ
た
。

二
　

和
辻

の
理

解

へ
の
疑

問

１
　
大
乗
経
典
に
関
す
る
理
解

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
和
辻
は
徹
底
的
に
西
洋
哲
学
と
対
峙
す

る

仏
教
の
哲
学
的
側
面
を
引
き
出
し
、
そ
こ
に
仏
教
の
本
質
を
認
め
よ
う
と

す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
仏
教
理
解

が
妥
当
で
あ
る
か
を
問
い
た
い
。

哲
学
史
の
構
築
を
求

め
る
和
辻
の
仏
教
理
解
は
「
哲
学
者
の
宗
教
」
と
い

え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
意
図
的
に
、
宗
教
が
本
質
的
に
含
み
も
つ

非
合
理
性
、
あ
る
い
は
呪
術
性
が
宗
教
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
に
な
っ
て

い
る
こ
と
へ
の
関
心
を
排
除
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
意
図
的
に
無
視
す
る
。

近
代
は
総
体
的
に
啓
蒙
的
な
精
神
が
浸
透
し
、
呪
術
的
な
る
も
の
は
低

く
評
価
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
。
し
か
し
呪
術
的
な
る
も
の
は
人
類
が
普
遍

的
に
、
あ
る
い
は
潜
在
的
に
そ
な
え
る
心
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
矛
盾
な
く

高
度
な
哲
学
と
同
居
す
る
と
こ
ろ
に
大
乗
仏
教
の
イ
ン
ド
的
な
展
開
が
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
和
辻
が
そ
の
「
文
学
的
特
質
」
を
高
く
評
価
す
る
『
法

華
経
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
和
辻
に
と
っ
て
『
法
華
経
』
の
非
合

理
的
要
素
は
「
文
学
的
特
質
」
と
し
て
ロ
ゴ
ス
を
導
き
出
す
表
現
と
み
な

さ
れ
る
。
い
さ
さ
か
長
文
に
な
る
が
『
法
華
経
』
の
「
文
学
的
」
表
現
に

関
す
る
和
辻
独
特
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
く
。

ギ
リ

シ
ア
風
の
合
理
的
な
、
そ
の
意
味
で
明
晰
な
描
写
を
、
模
範

と
し
て
受
け
い
れ
た
も
の
に
取

っ
て
は
、
感
覚
的
な
も
の
を
む
や
み

に
積
み
重
ね
る
描
写
の
や
り
方
は
、
お
そ
ら
く
ば
か
ば
か
し
い
も
の
。

醜

い
も
の
と
感

ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
描
写
の
ね
ら
い
が
、

輪
郭
の
く
っ
き
り
と
し
た
、
明
晰
な
統
一
を
持
っ
た
形
象
を
、
結
晶

せ
し

め
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
鑑
賞
者
の
想
像
力
を
不
断
に
迅
速

に
流
助

さ
せ
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
形
象
が
、
合
理
的
な
統
一
を

持
つ
か
否
か
を
印
象
す
る
暇
も
な
く
、
次
か
ら
次

へ
と
移
り
行
い
て
、

鑑
賞
者
の
心
に
圧
倒
的
な
陶
酔
を
醸
し
出
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
や
り
方

も
無
意
義
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

形
象
の
過
冗
な
堆
積
は
こ
の
や
り
方
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
も
の
で



あ

る
。
そ

こ
に

は
、
調

和

が
あ
る

か
ど

う
か
を
反

省

し
て

み

る
よ

う

な
余
裕
の
な
い
、
い
わ
ば
渦
巻
き
の
よ
う
な
、
形
象
の
旋
回
が
あ
る
。

わ

れ

わ

れ

の
感

受

能

力

は
形

象

の
与

え

る
過

冗

な
印

象

に

圧

倒

さ

れ

、
幻
想

的

な
気
分

の
中

に
巻
き
込

ま

れ
て

し
ま

う
。

そ

れ
は
ち

ょ

う
ど
高
速

度

の
乗

り
物

か

ら
迅
速

に
移

り
行

く
外
界

の
形

象

を
見

て

い
る
時

の
気
持

ち
に
似

て

い

る
。

眼
に
映

る
の
は
白

日

の
自

然
で

あ

っ
て
も

、
そ

れ

が
ま

る
で

幻

想

の
世

界

の
よ

う
に
感

じ
ら

れ
る
。（
「
仏

教

哲
学

の
最

初

の
展
開

」
全

集
第

五
巻

、
五

六
四
頁

）

彼

が
こ

こ
で
『
法
華

経
』
に

つ

い
て

述

べ
て

い
る
と

は
思

え

な

い
。
『
法

華

経
』

の
叙

述

に
出

会

っ
た
、
異

国

の
、

し
か

も
二
千

年

の
時

を
隔

て
た

現

代

を
生

き
る
一

人

の
人
間

の
中

で

、
勝
手

な
幻

想

を
生

み
出

し
て

い
る

感

想

を
述

べ
て

い

る
に
す

ぎ
な

い
。

し

か
も
驚

く

こ
と

に
、
和

辻

は

『
法

華
経

』
の
舞

台

と

な
る
霊

鷲

山
を

、

中
村
元

が
写

真

を
見

せ

る
ま
で

比
叡

山

や
高
野

山
の

よ

う
な
深

山
幽

谷

の

如

く

に
想
像

し
て

い
た

の
で

あ

る
（

同

前
、

五

六

六
～
五

六
七

頁

）
。

し

か
も
そ

の
写
真

を
見

た
後

の
感

想

は

『
霊

鷲
山

上

の
岩
窟

は
直

ち

に
天

に

接

し
て

い
る

。
説
教

の
場

の
拡
張

は
横

へ
で

な
く

し
て

、
上

へ
、

天
空

へ

で

あ

る
。
」
（
同

前

、
傍
線

は
和

辻

）
と

い
う
。
お

そ

ら
く
和

辻

が
見

た
写

真

は
霊
鷲

山

に

い
た

る
中

腹

か

ら
頂

上
付

近

の
鷲

の
峰

と

い
わ

れ

る
岩

を

鋭

い
仰

角
で

撮
影

し
た

も

の
で

あ
ろ

う
。

そ
れ

ゆ
え

「
直

ち
に
天

に
接

し

て

い
る
」
と

い
う
印
象

を
受

け

る
に

す

ぎ
な

い
。
王

舎

城

の
近

郊
に

位
置

す
る
霊

鷲
山

は
、

釈
尊

が
指

示

す
る

よ
う

に
町

か
ら
遠

く

な
く

し
か

も
閑

静
な
場

所
と

い
う
の

に
適

し
た

丘
陵

と
も

い
え

る
低

い
山

で
あ

る
。
文

献

に
即
す
る
な
ら
ば
、
釈
尊
が
高
野
山
の
よ
う
な
托
鉢
に
出
る
こ
と
も
ま
ま

な
ら
な
い
山
に
集
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
和
辻
の
想
像

は
文
献
に
合
致
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

ま
た
、
和
辻

が
木
村
泰
賢
を
厳
し
く
批
判
す
る
原
典
批
判
に
よ
る
思
想

史
的
解
明
の
態
度
で
、
こ
の
法
華
経
の
芸
術
論
的
評
論
を
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
「
心
に
圧
倒
的
な
陶
酔
を
醸
し
出
す
」
形
象
の
表
現

を
広
く
イ
ン
ド

の
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
造
形

芸
術
に
ま
で
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
は
「
形
象
の
過
冗
な
堆
積
」
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
的
な
る
不

統
一
・
非
合
理
の
世
界

が
全
体
と
し
て
巨
大
な
世
界
を
表
現
す
る
造
形

が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
造
型
表
現
を
念
頭
に
お
け
ば
彼
が
述
べ
る
の
は
『
法

華
経
』
自
体
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
「
幻
想
的
な
気

分
」
を
い
う
な
ら
『
法
華
経
』
の
み
の
特
徴
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が

顕
著
な
の
は
『
華
厳
経
』
で
あ
る
。
『
華
厳
経
』
を
無
視
し
、
『
法
華
経
』

に
「
過
冗
な
印
象
」
「
幻
想
的
な
気
分
」
を
感
じ
、
そ
れ
を
文
化
史
的
な

文
脈
に
も
と
づ
い
て
記
述
せ
ず
、
和
辻
の
心
象
風
景
と
し
て
叙
述
し
て

い

る
よ
う
に
思
え
る
。
大
乗
経
典
の
「
文
学
的
特
質
」
を
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
が
、
そ
こ
に
は
大
乗
経
典
が
生
み
出
さ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的

文
化
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
な
ど
の
文
化
的
背
景
が
和

辻
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

さ
て
、
大
乗
経
典
を
龍
樹
の
思
想
に
結
び
つ
け
る
思
想
史
的
解
釈
に
委

ね
て
し
ま
う
和
辻
に
と
っ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
大
乗
経
典
の
非
合
理

性
・
呪
術
性
は
視
野
に
入
ら
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
記
述
は
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
を
批
判
す
る
空
思
想
の
代
表
と
し
て
『
般
若
心
経
』
を
取
り
上
げ
た

和辻哲郎の仏教理解29



箇

所

に

見

ら

れ

る
（
『
仏

教

哲

学

の

最

初

の

展

開

」

全

集

第

五

巻

、

三

〇

七
～
三

一
〇

頁

）
。

彼
は
『
般
若
心
経
」
を
「
空
」
を
説
く
代
表
的
な
般
若
経
の
、
「
核
心
」

を
巧

み

に
取

り
出

し
」

て

い
る
と
理
解

す
る
。

こ

の
理

解

は
、

古

く
は
中

国

法
相

宗

の
基

に
も
見

ら

れ
る

が
、
現

在

で
も
中

村
元

な

ど
多

く
の
研

究

者
に
も
共
通
す
る
。
し
か
し
は
た
し
て
『
般
若
心
経
』
の
「
心
」
を
「
核

心

」

と
み
な

す
こ

と

が
妥
当

で

あ
る

か

ど
う
か
、

検
討

を
要

す

る
。

な

ぜ

な
ら
こ
こ
で
い
う
「
心
ｈ
ｒ
ｄ
ａ
ｙ
ａ
」
は
密
教
的
な
意
味
合
い
も
も
っ
て
い

る

か

ら

で

あ

る
（

そ

の

こ
と

に

つ

い
て
中

村

元

は

岩
波

文

庫

の

解

説

で

Ｗ

ｉｎ
ｔｅ
ｒｎ
ｉｚ

の

解

釈
を

引

き

合

い
に
少

し

ば

か
り

論

じ

て

い

る
）
。

し

か

も

現

在

判

明

し

て

い

る

こ

と

は
、
『

般

若

心

経

』

の

多

く

の

部

分

が

『
二

万
五

千

頌
般

若
経

』

の
引

き
写

し

で

あ
り
、

最
後

の

真
言

と
そ

の
前

に
真

言

の
功
徳

を
説

く
部

分

が

『
般

若
心

経
』

の
特

徴
で

あ

る
。

こ
の

こ
と
を

念
頭

に
お

く
と

、
和
辻

の

『
般

若
心

経
』

理
解

が
鮮

明

に

見

え

て

く
る
。

彼
は

『
般

若
心

経
』

の
玄

奘
訳

を
掲

げ

る
。

し

か

も
ま

さ

し

く

『
般

若
心

経
」

の
特

徴
と

な

っ
て

い
る
真

言
に
関

係

す

る
部

分

を
見

事

に
削

除

し
て
玄

奘
訳

を
掲

げ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し
て

、
こ

の
経
典

に
特

異

で
あ

る
部
分

に

つ

い
て
。

こ

の
あ

と
に

は
た

だ
、
般

若
波

羅
蜜

多

は
大
神
呪

で
あ

る
と
言

っ

て
、
ギ
ャ
デ
ィ
、
ギ
ャ
デ
ィ
に
始
ま
る
般
若
波
羅
蜜
多
呪
を
掲
げ
て

い
る
だ

け

な
の
で

あ

る
。

こ
の
呪

文

は
、
真

言
密
教

の
栄
え

た
日

本

に

お

い
て

は
、
実

に
意

外
な

ほ

ど
の
魅
力

を
ふ

る
い
、

般
若

心
経

の

何

で
あ

る
か

を
全
然

知

ら
な

か

っ
た

わ
れ

わ
れ

の
耳

に

さ
え

も
時

々

聞

こ

え

て

き

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

内

容

的

に

は

何

か

を

加

え

て

い

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い

。

と

い

い

切

っ

て

い

る

。

こ

こ

に

は

恐

ろ

し

い

ま

で

の

誤

解

が

自

信

に

満

ち

て
断
定
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
和
辻
の
い
う
「
原
典
批
判
」
の
立
場
で

は

、

般

若

経

の

系

譜

に

お

い

て

呪

ｖ
ｉｄ
ｙ
ａ

は

最

初

期

の

般

若

経

典

（

小

品

系

般

若

、

梵

文

テ

キ

ス

ト

で

は

『
八

千

頌

般

若

経

』
）

以

来

き

わ

め

て

強

調

さ

れ

た

観

念

で

あ

る

。
ｖ
ｉｄ
ｙ
ａ

は

ヴ

ェ

ー

ダ

に

関

す

る

「

知

識

」

や

一

般

的

な

「

学

問

」

の

意

味

も

あ

る

が

、

仏

教

で

は

悟

り

の

知

恵

を

意

味

す

る

「
明

」

で

も

あ

る

。

し

か

し

般

若

経

で

は

そ

の

悟

り

の

知

恵

を

般

若

波

羅

蜜

多

と

す

る

が

、

そ

れ

は

き

わ

め

て

呪

術

性

の

高

い

も

の

で

あ

る

。

般

若
経
が
主
題
と
す
る
「
般
若
波
羅
蜜
多
」
は
一
方
で
空
性
を
体
験
す
る
知

で

あ

る

が

、

そ

の

知

は

す

べ

て

の

邪

悪

な

も

の

に

打

ち

克

つ

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

こ

に

呪

術

性

が

確

証

さ

れ

て

い

た

の

が

大

乗

仏

教

の

出

発

点

に

あ

っ

た

。

そ

れ

ゆ

え

「

般

若

波

羅

蜜

多

」

と

発

声

す

る

な

ら

、

そ

の

呪

術

性

の

ゆ

え

に

邪

悪

な

も

の

を

寄

せ

つ

け

な

い

と

い

う

信

仰

が

あ

っ

た

。
「

般

若

波

羅

蜜

多

」

そ

の

も

の

が

呪

ｖ
ｉｄ
ｙ
ａ

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

展

開

す

る

と

『

般

若

心

経

』

の

よ

う

に

『

般

若

波

羅

蜜

多

」

を

『

偉

大

な

真

言

∃
ａ
ｈ
ａ
ヨ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｊ
『
偉
大
な
呪
で
あ
る
真
言
ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
ｙ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
」
と
さ
れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

大

乗

経

典

に

お

け

る

非

合

理

性

・

呪

術

性

を

和

辻

は

あ

え

て

研

究

の

視

野

か

ら

排

除

す

る

。

そ

こ

に

近

代

仏

教

学

の

典

型

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。



２
　

龍

樹

に

つ

い

て

の

誤

解

和

辻

の

仏

教

研

究

が

龍

樹

の

仏

教

哲

学

を

軸

に

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は

す

で

に

述

べ

た

。

と

こ

ろ

が

、

龍

樹

に

つ

い

て

の

決

定

的

な

誤

解

が

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

和

辻

が

空

の

弁

証

法

と

み

な

す

『
中

論

』

第

二

十

四

章

の

有

名

な

偈

頌

に

お

け

る

理

解

（
「

仏

教

哲

学

の

最

初

の

展

開

」

全

集

、

二

九

六

頁

以

降

）

で

あ

る

。

ま

ず

そ

の

原

文

を

示

し

て

お

く

。

ｄ
ｖ
ｅ
　ｓ
ａ
ｔｙ
ｅ
　ｓ
a
m
ｕ
ｐ
ａ
ｓ
ｒ
ｉｔｙ

ａ
　ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｍ

　ｄ
ｈ
ａ
ｒｍ

ａ
ｄ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
／

一
〇
ｋ
ａ
ｓ
m
ｖ
ｒ
ｔ
ｉｓ

ａ
ｔｙ
a
m

　ｃ
ａ
　ｓ
ａ
ｔｙ
a
m

　ｃ
ａ
　ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｍ

ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
ｔａ
ｈ
／
／

－

私
訳
：
二
つ
の
諦
に
も
と
づ
い
て
諸
仏
の
法
の
説
示
が
あ
る
。
世
俗

諦

と

勝

義

と

し

て

の

諦

と

で

あ

る

（
訳

の

傍

線

は

和

辻

の

理

解

と

の

対

比

の

た

め

）

和

辻

は

宇

井

伯

寿

に

も

と

づ

き

正

確

な

訳

を

一

度

は

提

供

し

て

い

る

。

し

か

し

諦

ｓ
ａ
ｔｙ
ａ

を

「
真

理

」
（

現

在

の

学

界

で

も

こ

の

よ

う

に

訳

す

こ

と
が
多
い
が
筆
者
に
は
疑
問
が
あ
る
）
と
訳
し
、
「
二
種
の
真
理
（
諦
）

を

説

い

た

」
（
傍

点

は

和

辻

）

と

し

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

そ

し

て

世

俗

的

真

理

を

ア

ビ

ダ

ル

マ

仏

教

的

な

哲

学

と

み

な

す

の

で

あ

る

。

そ

し

て

龍

樹

は

そ

の

立

場

を

否

定

し

な

が

ら

も

、

い

わ

ば

ヘ

ー

ゲ

ル

の

い

う

ａ
ｕ
ｆ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
し
（
否
定
対
象
の
真
理
を
保
持
し
）
つ
つ
a
u
f
h
e
b
e
n
す

る

（

和

辻

は

こ

の

よ

う

な

表

現

を

し

て

い

な

い

が

）

よ

う

な

弁

証

法

を

想

定

し

、

ア

ビ

ダ

ル

マ

仏

教

の

真

理

が

保

持

さ

れ

る

た

め

に

は

勝

義

諦

と

い

う
空
に
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
「
竜
樹
を

し

て

二

諦

を

区

別

せ

し

め

た

の

は

、

単

に

た

だ

彼

が

伝

承

し

た

初

期

仏

教

の
哲

学

と
、

般
若

経
等

の
空

の
思
想

と
の
意

義
関

係
を

明
白

な
ら
し

め
る

た

め
に
過

ぎ
な

か

っ
た

の
で

あ
る
。

か
く
解

し

な
け

れ
ば
二
諦

を
説

く
中

論

の
個

所

は

け

っ
し

て
明

白

に
理

解

せ

ら

れ

ぬ

で

あ

ろ

う
。
」
（
同

前

、

二

九
七
頁

）

と
述

べ
る
。

こ

の
よ

う
に

理
解

し
た

の
で
は
龍
樹

の
思
想

を
決
定

的

に
誤

解

し
て
し

ま

う

。
「
二

種

の
真
理

を
説

い
た
」

の
で

は
な

く
、
「
二
種

の
諦

に
も
と

づ

い
て
説
い
た
」
の
で
あ
る
。
諦
s
a
t
y
a
を
真
理
と
理
解
し
、
真
理
を
説
く

ブ

ッ
ダ

の
イ

メ

ー
ジ
に
固
執

す

る

「
哲
学

者

の
宗
教

」

の
想
像

が
も
た

ら

し
た
誤

解

と

い
え

る
。

そ

れ
で

は

「
二

種
の
諦

に
も
と

づ

い
て
説

い
た
」

と

は
い
か

な
る
意
味

な

の
で
あ

ろ

う
か

。
そ

れ
は
宗
教
体

験

と
そ

の
言
語

化

の
問
題

な
の
で

あ

る
。
す
な
わ
ち
龍
樹
に
即
し
て
い
え
ば
世
俗
s
a
m
v
r
t
i
と
は
言
説

ｖ
ｙ
ａ
ｖ
ａ
ｈ
ａ
ｒａ

の
こ

と

で
あ

り
、
勝

義
諦

と

は
目

的

と
す

べ
き
究

極

の
体

験

の
内

実

そ

の
も

の
で
あ

る
。
そ

の
体
験

の
内

実
（
諦

）

は
言
語

を
超

え
た

も

の
で

あ

る
。

し
か
し
釈

尊

は
あ
え

て
そ

れ
を
説
法

と

い
う
形

で
日
常

の

言
語

世
界

に
も

た
ら

し
た
。

こ
の
体
験

と
言

語
化

の
関

係
に

つ

い
て
龍

樹

は

「
二
種

の
諦

に
も

と
づ

い
て
」
と

述

べ
た
の

で
あ

る
。
初
期

般
若
経

以

来

、
大

乗

仏
教

で
は
言

語
化

が
虚
構

（
戯
論

）

を
生

み
出
す

と
考

え
ら
れ

て

い
た
。

そ
れ

ゆ

え
真

実
を
示

す
は

ず
の

ブ

ッ
ダ
の
説

法

が
虚

構

に
陥
る

と

い
う
ア

ポ
リ

ア

が
論

理
的

に
内
在

す

る
。
言
語

を
介

し
て

、
言
語

を
超

え
た
体

験

を

ど
の

よ
う
に
獲

得
す

る
か
と

い
う

仏
教

の
根
本
問

題

が
龍
樹

の
論

理
に

お

い
て
問
題

と

な
っ
て

い
る
。

和
辻

の
よ

う
な

「
哲

学
者

の
宗
教

」
で

は
、

こ

の
体

験

の
要
素

が
み
ご
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と
に
視
野
か
ら
消
え
て
、
真
理
の
探
究
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
真
理
は
二
種
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
真
理
と
般
若
経
の
空
の
真
理

と
解
釈
さ
れ
、
そ
の
両
者
を
弁
証
法
的
な
思
想
史
的
展
開
と
み
な
す
和
辻

の
決
定
的
な
誤
解

が
あ
る
。
龍
樹
に
焦
点

を
当
て
た
彼
の
仏
教
思
想
史
は
、

そ
も
そ
も
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
誤
解
へ
の
方
向
に
傾
斜
し
て

い
た
と
い

う
の
は

い
い
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

ま

と
め
に

か
え
て

和
辻
が
近
代
仏
教
学
の
中
に
築
い
た
功
績
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
今
日

ま
で
、
そ
の
思
索
の
深
さ
に
も
と
づ
く
仏
教
理
解
は
刺
激
的
で
あ
る
。
し

か
し
仔
細
に
和
辻
の
所
論
を
検
討
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
仏
教
学
を
超
え
た

彼
の
哲
学
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
そ

れ
は
西
洋
哲
学
と
対
峙
さ
せ
、
西
洋
文
化
圏
外
で
偉
大
な
哲
学
が
存
在
し

続
け
た
こ
と
を
証
し
、
倫
理
学
の
確
立
、
日
本
精
神
史
の
確
定
の
た
め
の

営
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

え
る
。

し
か
し
そ
の
目
的

の
た
め
に
、
客
観
的
な
文
献
的
歴
史
記
述

と
主
張
す

る
彼
の
仏
教
思
想
史
理
解
は
、
あ
ま
り
に
も
哲
学
的
偏
向
が
加

え
ら
れ
て

い
る
と
思
え
る
。
比
較
思
想
研
究
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
和
辻

の
仏
教
理

解
は
西
洋
哲
学
の
概
念
を
援
用
す
る
あ
ま
り
、
ア
ジ
ア
文
化
の
形
成
に
大

き
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
生
き
生
き
と
し
た
仏
教
を
見
失
う
傾
向
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
し
か
に
西
洋
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
仏
教
を
理
解
す
る
と

い
う
、

現

在
で
も
比
較
思
想
研
究
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
傾
向
が
哲
学
的
思
索
に

お
い
て
刺
激
的
で
あ
り
、
有
効
な
側
面
も
あ
る
と
は
思
う
。
し
か
し
仏
教

は
近
代
の
知
の
領
域
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
近
代
の
知
が
見
失

っ
た
も
の

を
保
持
し
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
自

ら
の
知
の
あ
り
か
た
へ
の
反
省
を
こ
め
て
見
つ
め
る
な
ら
、
和
辻
を
超
え

た
仏
教
理
解
へ
の
地
平

が
拓
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
西
田
の
仏
教
理
解
と
対
比

さ
せ
る
な
ら
、
さ
ら
に
問
題
が

深
化
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
課
題
と
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

（
ひ
ろ
さ
わ
・
た
か
ゆ
き
、
仏
教
学
、
大
正
大
学
教
授
）
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